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１．長久手市の概要



面積 21.55㎢
東⻄最⻑ 約8km
南北最⻑ 約4km

長久手市

１ 長久手市の現況
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⼩牧・⻑久⼿の戦い（1584年）

古戦場公園

色金山歴史公園

血の池公園安昌寺 首塚

１ 長久手市の現況
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愛知万博（2005年）
１ 長久手市の現況
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上から⾒ると・・
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尾張旭市
瀬戸市

名古屋市

日進市
豊田市

名古屋ＩＣ

長久手ＩＣ

計画的な市街地整備（区画整理事業）
１ 長久手市の現況

長久手市役所

 市全域のうち約３分の１が市街化区域
 1972年より市⻄部から⼟地区画整理
事業による基盤整備（組合施⾏８地
区・市施⾏１地区）

 市街化区域のうち、約８割が⼟地区画
整理事業による整備



計画的な市街地整備（区画整理事業）
１ 長久手市の現況

昭和３４年
(１９５９年)

名古屋市東部の丘陵地
で、農業を主産業とし
て発展



計画的な市街地整備（区画整理事業）
１ 長久手市の現況

昭和４７年
(１９７２年)

県道⼒⽯名古屋線、
東名⾼速道路、
地下鉄藤が丘駅の開設
等、経済の⾼度成⻑と
相伴って、市⻄部より
都市化の波

地下鉄 藤が丘駅

県道力石名古屋
線



計画的な市街地整備（区画整理事業）
１ 長久手市の現況

平成１６年
(２００４年)

計画的な新市街地を整備地下鉄 藤が丘駅

県道力石名古屋
線

東部丘陵線（リニ
モ）



リニモ沿線のまちづくり 市内4大学 周辺6大学

名古屋市営
地下鉄



出典：国勢調査

増加率
県内1位︕
全国6位︕

長久手市の概要

⼈ 口 ６０，０３５⼈
世帯数 ２４,７２５世帯

（2021．3．31現在）

 
資料：ながくての統計（市民課）  

図４ 自然増減と社会増減  
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転入者数が転出者数を常に上回って
いる （継続的な社会増）

出生者数が死亡者数を常に上回って
いる （継続的な自然増）
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市平均年齢 38.6歳

 

     

資料：国勢調査（H27）  

図１ 長久手市と国の人口ピラミッド（平成 27 年） 

H27年度【長久手市】

男   女

01,0002,0003,000 0 1,000 2,000 3,000

0～4歳
5～9歳

10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳
90～94歳
95～99歳

100歳以上

(人)

H27年度【全国】

男 女

02,0004,0006,000 0 2,000 4,000 6,000

0～4歳
5～9歳

10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳
90～94歳
95～99歳

100歳以上

（千人）

老年人口 

・長久手市 15.5％ 

・国      26.6％ 

生産年齢人口 

・長久手市 66.8％ 

・国      60.7％ 

年少人口 

・長久手市 17.7％ 

・国      12.6％ 

【国】 【長久手市】 

長久手市の概要

※参考 令和３年３月３１日現在の指標

平均年齢 ４０．４歳 高齢化率 １６．７％
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資料：国勢調査、総務省「住民基本台帳人口移動報告」 

図７ 年齢５階級別の純移動数の時系列変化（男性） 
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資料：国勢調査、総務省「住民基本台帳人口移動報告」 

図８ 年齢５階級別の純移動数の時系列変化（女性） 
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男⼥ともに20歳前後の転入と25歳前後の転出が多い。
宅地供給の影響から、30〜40歳代で転入超過となっている。



２．今後の課題
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出典：長久手市将来人口推計報告書



 

 

図 31 年齢３区分別人口推計 
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9千人→2.2万人
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67％→51％

年少人口
1万→1万人
18％→16％



税収額に占める社会保障費の割合は、
2050年には、約75％に!

税収及び社会保障費の推計
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資料：2016（平成28）年・2020年は中期財政計画、2025年以降は中期財政計画を基に推計

※社会保障費は、児童手当・医療費等の扶助費、国民健康保険繰出金、介護保険繰出金、後期高齢者医療繰出金
を表す。



また、今後公共施設の維持管理
に係る費用が増大する・・・

年間約1０億円



資料：長久手市第７次高齢者福祉計画及び第６期介護保険事業計画

○要支援・要介護認定者数は、増加傾向
○要支援・要介護認定者数が、このまま増加すると、２０５０年頃には
４，０００⼈程度に達する可能性も︕

○要支援１・２が介護保険の対象外となり、各市町村の負担が増加↗
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要支援１ 要支援2 要介護１・２ 要介護３～５

増加傾向

高齢化が進むことによる問題は他にもあり・・・



本市の認知症患者数が、
約１，０００⼈（2015年）から

約３，０００⼈ （2050年）に増加する︕

⽼年⼈⼝が、約９，０００⼈（2015年）から、
約２２，０００⼈（2050年）に増加することにより

※⽼年⼈⼝の約１５％が認知症になると⾔われている。

高齢化が進むことによる問題は他にもあり・・・



資料：平成２５年６月３０日 中日新聞記事

若いまちと⾔われる
本市でも１年間に
数件の孤⽴死が発⽣

↓
今後の⾼齢化の進展
に伴って、さらに孤
独死の増加が予測さ
れる︕

高齢化が進むことによる問題は他にもあり・・・



HOTEL NAGAKUTE

隣の音がうるさい！
子どもが夜遅くまで
ひとりで遊んでいる

買物に

行けない・・・

子どもが
ひきこもっている

近所の子どもが
学校へ行って

いない

フロント
（市役所）



３．課題に対応したまちづくり



高齢化

2050年
65歳以上 40％
うち75歳以上 25％
団塊Ｊｒ.が高齢者の

仲間入り

2050年までに
南海トラフ大地震は、
80％の確率で来る

大災害 人口減少

2050年頃、
人口は3,000万人以上減り
１億人を割る
2065年には、8,800万人

うち4割が高齢者

日本が抱える４つの課題
将来も住みよい長久手であるためには、乗り越える必要がある

・公平､平等､説明責任
・課の中ですら縦割り（個人商店的事務のあり方）

・社会福祉制度（専門家主体。効率的。制度、前例、

規則に沿って当てはめ。義務感。）

・財政負担の増大（メンテナンス費、扶助費…）

役所の限界

・地域との関係が希薄な人が多い。
・困ったことは行政にお任せ?!

・隣近所とは関係のない赤の他人
状態のままで大丈夫？

市民の現状

社会的孤立

いじめ、ひきこもり、虐待、不登校、うつ、認知症、老老介護、自死、
孤立死、独居、ＤＶ、育児不安、8050問題

長久手市の概要



役所の限界！ 課題を乗り越えるには、地域の力が必要！
～その第一歩は、つながりづくり（助けてと言える関係）～

市民が知り合う

・あいさつ、声掛け
・行事、計画づくりに参加

して顔見知りを増やそう

顔の見えるまちづくり

・地域内分権
（小単位のまちづくり）

・縦割りの脱却
・地域福祉へ

（地域住民主体。
義務感ではなく、達成感）

役割のあるまちへ
寝たきり、認知症になら
ず元気でいるために

･人生100年時代
・｢きょうよう｣と｢きょういく」
・市民でできることは、

市民でやる。

時間がかかる 時間をかける

「長久手市みんなでつくるまち条例」ができました
条例をつくる市民と職員の対話の中から生まれた
♪ まちうた 「さかそう ながくて じちのはな」 ♪

♪ 会話・対話を繰り返す ♪ 回り道 ♪ やってみる ♪ それぞれの価値を認め合う ♪
♪ 聞く耳持つこと大切 ♪ 自分がまちにできること ♪ 明日の市民に渡すため♪

わずらわしいまちづくり でも 人が育つ 人を育てる 5

長久手市の概要



みんなでつくるまち条例の制定 （平成30年7月施行）

協 働協 働

情報共有情報共有

市⺠参加市⺠参加

まちづくりの
基本原則

市の仕事が適正に⾏われている
かをチェックし、まちづくりの
重要なことについて、話し合い
決定します。

誰もが暮らしやすい魅⼒あるまちづ
くりのため、市⺠の意⾒を反映した
計画を⽴て、事業を実⾏するととも
に、市⺠の活動を⽀えます。

市（市長、職員）

「自分たちのまちのことは、自分たち
で考え実践しよう」という気持ちを持
ち、協⼒して積極的にまちづくりに取
り組みます。

対話し、協⼒し合って、
まちづくりに取り組もう︕

市 民

議 会

まちづくりの
担い手の役割



あいさつ運動

・笑顔であいさつ

・目を見て話を聞く

・言葉遣い

↓

話をすることで課題が見つかる。
まずは知り合うこと！

認知症対応ﾏﾆｭｱﾙと一緒



小学校区単位のまちづくり組織・地域拠点づくり

自治会

子ども会 シニア
クラブ

⺠⽣委員

社会福祉
協議会

学校

市⺠活動
団体

個⼈ 企業

情報や課題の共有
課題解決に向けた取組

まちづくり組織のイメージ 地域拠点
＝地域共生ステーション

※現在、６小学校区のうち、２小学校区で設置。

※現在、６小学校区のうち、４小学校区で設置。



市全体

・画一的に捉えてしまう
・個々の問題に対応できない
・顔の⾒えない関係
＝⾔動に責任がない

小学
校区
単位

小学
校区
単位

小学
校区
単位

小学
校区
単位

小学
校区
単位

小
学
校
区
単
位

地域の課題は地域で解決
・一⼈ひとりに寄り添うことが
できる

・顔の⾒える関係
＝⾔動に責任が⽣まれる



西小校区共生ステーション（H25.11～）

市が洞小校区共生ステーション（H29.11～）

北小校区共生ステーション（R2.4～）

南小校区共生ステーション（R2.9～）

各小学校区の共生ステーション



⻄⼩校区共生ステーションの風景



⻄⼩校区共生ステーションの風景



地域共生推進監
（厚生労働省派遣）

次長兼課長 地域共生担当（主幹・課長補佐）

地域共生推進係

・地域福祉計画

・相談支援包括化推進事業

・市民相談

・消費生活センター

各小学校区を受け持ち、それぞれの
地域の課題を地域で解決できるよう
にするため、各地区の「地域共生ス
テーション」で日々奮闘中。

6

R3年度～ 市長直轄組織 地域共生推進課



・住民同士の顔の
見える関係性の
育成支援。

地域とともに考える「調整役」

ボランティア

観光交流

社福・NPO

まちづくり協議会等

地区社協

産業等

地域課題の把握や解決に向けて共有の場 （プ
ラットホーム）

共生ステーション
民生委員
児童委員

商工会

地域共生担当地域共生担当 CSWCSW

その他

37

R3年度～ 市長直轄組織 地域共生推進課



ながくて未来図（第６次総合計画）の策定

⻑久⼿市が目指す10年後
の姿やそれを実現するた
めの取組を示したまちづ
くりの指針となる計画。

《計画期間》
2019年度〜2028年度



ながくて未来図の策定過程

多くの市⺠のみなさんとともに



ながくて未来図の構成
基本構想 基本計画



ながくて未来図のポイント
1. 2050年という⻑期を⾒据え、市⺠と⾏政が協

働する「市⺠主体のまちづくり」の
実現に向けた第一歩となる計画と
して策定

2. 10年後の目指すまちの姿を分野ごとに７つの
物語形式でまとめる

3. 10年後の目指すまちの姿を実現するために、
市⺠が取り組む内容をまとめた
「市⺠まちづくり計画」を策定



ポイント③ 市⺠が取り組む「市⺠まちづくり計画」を策定



ポイント③ 市⺠が取り組む「市⺠まちづくり計画」を策定



ポイント③ 市⺠が取り組む「市⺠まちづくり計画」を策定





ご清聴ありがとうございました


